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は
じ
め
に

本
稿
は
、
地
球
環
境
問
題

へ
の
国
際
社
会

の
取
り
組

み
を
、
環
境
条
約
の
形
成
過
程
に
お
い
て
特
徴
的
な
枠
組

み
条
約
と
い
う
形
態
か
ら

把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

社
会
が
複
雑
に
な
り
、
産
業
が
高
度
化
す
る
中
で
、
伝
統
的
な
国
際
法
の
様
式
で
は
、
増
大
し

つ
つ
あ
る
環
境

リ
ス
ク
に
対
応
す
る
こ
と

が
困
難

に
な
り

つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
可
及
的
速
や
か
に

一
定

の
枠
組
み
を
創
設
し
、
条
約
を
進
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う
過
程
を
た
ど

っ

て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
化

の
あ
り
方
は
、
国
際
政
治
学
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

環
境
問
題
に
関
し
て
、
広
範
な
問
題
を
取
り
扱
う
国
際
機
関
は
存
在
し
て
い
な
い
。
個
別
の
問
題
に
対
し
て
条
約

と
い
う
形
で
対
応
し
、

国
家
間

の
拘
束
的
な
合
意
を
確
保
す
る
と
い
う
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
二
十
世
紀
後
半
、
特

に

一
九
八
〇
年
代
か
ら

一
九
九
〇
年
代
に
か
け

て
、
多
く
の
多
国
間
環
境
条
約
が
成
立
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
多
国
間
環
境
条
約
の
成
否
の
評
価
は
難
し

い
。
例
え
ば
、
地
球
温
暖
化
問

題

に
関
し
て
、

一
九
九
七
年

に
合
意
さ
れ
た
京
都
議
定
書
は
確
か
に
大
き
な

一
歩
で
あ
る
が
、
世
界
最
大
の
二
酸
化
炭
素
排
出
国
で
あ
る
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
は
参
加
し
て
お
ら
ず
、
実
効
性
の
点

で
疑
問
符
が

つ
く
。
ま
た
、
有
害
廃
棄
物
の
越
境
移
動
を
規

制
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約

に

つ
い
て
も
、
条
約
そ
の
も
の
は
発
効
し
て
い
る
も

の
の
、
O
E
C
D

(経
済
協
力
開
発
機
構
)
と
非
O
E
C
D
諸

国
間
の
有
害
廃
棄
物
越
境

移
動

の

「禁
止
」
修
正
は
、
合
意
さ
れ
た
も
の
の
発
効
に
は
至

っ
て
い
な
い
。

他
方

で
、
多
く
の
欠
陥
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
家
、
非
国
家
を
問
わ
ず
多
く
の
ア
ク
タ
ー
が
制
度
に
参
加

し
、
支
え
な
が
ら
、
継
続

的

な
環
境
問
題

へ
の
取
り
組
み
を
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
多
国
間
環
境
条
約

の
進
展
を
観
察
し
て
い
く
と
、

一
つ
の
特
質
が
見

出

し
う
る
。
そ
れ
は
、
中
途

の
段
階
ま
で

一
応
の
広
範
な
合
意
が
成
立
し
た
と
見
倣
し
う
る
点
で
あ
る
。
枠
組

み
条
約
成
立
の
段
階
で
あ
る
。

枠
組

み
条
約
に

つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
、
縷
々
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
の
決
し
て
中
心
的
な
考
察

の
対
象
と
は
見
倣
さ
れ
て
こ
な
か

っ

た
。
分
析
上
の
概
念
と
し
て
は
、
曖
昧
な
点
が
多
く
、
ま
た
実
際
に
そ
の
名
を
冠
し
た
も
の
と
し
て
は
、
気
候
変

動
枠
組
み
条
約
に
用

い
ら

れ
る
の
み
で
あ
る
。
国
際
法
学

の

一
部
に
お
い
て
こ
れ
を
論
じ
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
立
法
論
と
し
て
、
静
態
的
な
機
能
面
に
着
目
し

た
論
究

で
あ

っ
た
。



こ
れ

に
対
し
て
、
本
稿

は
、
枠
組
み
条
約
を
介
し
た
制
度
化
の
過
程
を
、
政
治
学
と
し
て
ど
の
よ
う

に
理
解
で
き
る

の
か
、

つ
ま
り
ア
ク

タ
ー
の
展
開
す
る
政
治
過
程
を
ど
う
構
成
す
る
の
か
に
着
目
す
る
。

制
度
化
に
つ
い
て
は
、
ど
の
程
度
具
体
化
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
近
年
国
際
政
治
学
と
国
際
法
学
の
交
流
の
中
で
も
さ
か
ん

に
議
論

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
環
境
問
題

に
対
す
る
実
効
性
、
国
家
や
企
業
な
ど
の
遵
守
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
様
々
な
制
度

の
「
設

計
」

に

つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
本
稿

に
お
い
て
な
さ
れ
る
考
察
は
、
間
接
的

に
こ
れ
ら
の
国
際
政
治
学
上
の
課
題

に
も
関

わ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
本
稿
の
構
成

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一

章
で
は
、
制
度

の
深
化
と
い
う
本
稿

の
問
題
の
背
景
と
も
言
う
べ
き
、
近

年

の
法
制
化
(
L
e
g
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)

の
レ
ベ
ル
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
総
括
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
本
稿

の
考
察

の
中
心
と
な
る
枠
組
み

条
約

に

つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
中
心
に
概
括
す
る
。
そ
し
て
、
枠
組
み
条
約
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
背
景
を
概
観
し
、

さ
ら
に
枠
組
み
条
約
の
具
体
的
な
諸
特
質
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

第

二
章
で
は
、
個
別

の
政
治
過
程
を
論
じ
る
予
備
的
作
業
と
し
て
、
制
度
全
体

に
対
す
る
視
座
を
確
認
す
る
。
制
度
化
の
進
展
が
、
ど
う

い
う
要

因
に
よ

っ
て
齎
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問

い
を
考
慮
し
な
が
ら
、
国
際
的
な
制
度

へ
の
い
く

つ
か
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
検
討
す
る
。
こ
こ

で
は
、
ま
ず
パ
ワ
ー
を
重
視
し
大
国
の
関
与
に
着
目
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
議
論
、
国
家
間
の
利
益
調
和
を
重
視
す
る
り

ベ
ラ
リ
ズ

ム
を
考
察

す
る
。

さ
ら
に
、
科
学
的
知
識
の
担

い
手
を
重
視
す
る

「認
識
共
同
体
」
論
、
そ
し
て
規
範
形
成
を
働
き
か
け
る
ア
ク
タ
ー
に
着
目
し
た

「規

範
の
浸
透
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
検
討
す
る
。

第
三
章

で
は
、
「規
範

の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
が
十
分
に
展
開
し
て
こ
な
か

っ
た
政
治
過
程

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
基
本
的
に

「規
範
の
浸

透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
に
依
拠
し
な
が
ら
、
枠
組
み
条
約
を
介
す
る
制
度
化

の
進
展
に
つ
い
て
説
明
を
試
み
る
こ
と
に
し
た

い
。

第

一
章

枠
組

み
条
約

と
い
う
形
式

本
章

で
は
、
ま
ず
本
稿
の
問
題

の
背
景
と
も
い
う

べ
き
近
年

の
法
制
化
の
レ
ベ
ル
に
関
連
し
た
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た

い
。
次

に
、



本

稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
枠
組
み
条
約

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
概
観
す
る
。
枠
組

み
条
約
が
着
目

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
背

景

、
次

い
で
、
枠
組
み
条
約
の
具
体
的
特
質
に
言
及
す
る
。

第

一
節

法
制
化
の
レ
ベ
ル
を
め
ぐ
る
議
論

近
年
、
国
際
政
治
学
の
中

で
も
国
際
法
の
議
論

に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
従
来
、
国
際
政
治
学
に
お
い
て
は
、
国
際
政
治
を

「権
力

を

め
ぐ
る
闘
争
」
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
国
際
法
の
無
力
さ
を
強
調
す
る
議
論
が
支
配
的

で
あ
り
、
国
際
法
学
と
の

関

心
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
か

っ
た
。
し
か
し
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
相
互
依
存
の
進
展
に
伴

い
、
国
際
的
な
ヒ
ト

・
モ
ノ

・
サ
ー

ビ

ス
な
ど
の
交
流

に
関
す
る
枠
組
み
が
相
次

い
で
成
立
し
た
。
さ
ら
に
は
近
年
で
は
、
特
に
地
球
環
境
問
題
な
ど

に
関
す
る
多
国
間
条
約
の

成
立

に
よ
る
制
度
化
が
進
む
中
で
、
国
際
政
治
学

に
お
い
て
は
、
な
ぜ
国
家
間
協
力
が
成
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
進
ん
で
、
そ
の
多

様

な
制
度
化
の
あ
り
方
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
国
際
法
学
に
お
い
て
も
法
の
拘
束
力
と
い
う
観
点
か
ら
ソ

フ
ト

・
ロ
ー
と
ハ
ー
ド

・
ロ
ー
と

い
っ
た
議
論
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
国
際
制
度
と
国
家

の
関
係
に

つ
い
て
、
国
家
に
対
す
る
国
際
法
的
制
約
、
法
制
化
の
レ
ベ
ル
と
い
う
観
点
か
ら
、
国
際
法
学
と
国
際
政
治
学
の
間
で
議
論
が
交
錯
す
る
余

地

が
広
が
り

つ
つ
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う

に
、
国
際
法
学
は
、
国
家
に
対
す
る
制
約
と

い
う
観
点
か
ら
、
従
来
の
よ
う

に
条
約
だ
け
で
は
な
く
、
宣
言
や
原
則
と

い
っ

た

も
の
に
着
目
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者
を

ハ
ー
ド

・
ロ
ー
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
後
者
を
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
と
呼
び
区
分

し

て
い
る
。
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
は
、
端
的

に
は
国
家

に
よ
る
義
務
不
履
行
が
違
法
性
を
伴
わ
な

い
、

つ
ま
り
国
家
に
対
す
る
拘
束
性
が
低

い
も

の
を
指
す
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
条
約

で
あ
り
明
文
化
さ
れ
た
も
の
が

ハ
ー
ド

・
ロ
ー
で
あ
り
、
そ
う
で
は
な

い
宣
言
・
原
則
が
ソ
フ
ト
・

ロ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
地
球
環
境
分
野
で
考
え
る
な
ら
ば
、
国
連
人
間
環
境
会
議
で
採
択
さ
れ
た
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
宣
言

二

九

七
二
年
)
や

一
九
九
二
年

の
国
連
環
境
開
発
会
議

(U
N
E
C
D
、
通
称

「地
球
サ
ミ
ッ
ト
」
)
で
採
択
さ
れ
た
リ
オ
宣
言
、
あ
る
い
は
有

害
廃
棄
物
に
関
し
て
U
N
E
P

(国
連
環
境
計
画
)
で
採
択
さ
れ
た
カ
イ
ロ

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
が
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。



〈図1法 制化のレベル 〉
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た
だ
、
こ
の
区
分
は
、

一
種

の
理
念
型
で
あ

っ
て
、
実
際
に
は
宣
言
や
条
約

は
そ
の
内
容
に
よ

っ

て
、
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
と

ハ
ー
ド
・
ロ
ー
の
両
極
の
間

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

中

に
は
、
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
の
段
階
で
完
結
す
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
挺
子
に
し
て
ハ
ー

ド

・
ロ
ー

へ
と
移
行
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
の
よ
う
な
柔
軟
な
法
形
式
は
、
今

日
グ

ロ
ー
バ
ル

・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
政
治

の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
も

あ
る
と
言
え
る
。

さ
て
、
法
制
化
の
レ
ベ
ル
に
着
目
し
て
、
多
国
間
協
力
の
関
係
を
考
察
し
た

の
が
、
ア
ボ

ッ
ト
と

ス
ナ
イ
デ

ル
に
よ
る
研
究

で
あ
る
。
ア
ボ

ッ
ト
ら
は
、
法
制
化
の
レ
ベ
ル
を
義
務
と
明
瞭
性
、
そ
し

て
国
際
機
関

へ
の
権
限
委
譲
と
い
う
三

つ
の
指
標

に
よ

っ
て
操
作
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
義
務

(
O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
)

と
は
、
国
家
が
拘
束
さ
れ
る
度
合

い
の
こ
と
で
あ
り
、
明
瞭
性
(
P
r
e
c
i
s
i
o
n
)

と
は
、

禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
が
ど
の
程
度
明
確
に
、
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
ま
た
、
権

限
委
譲
(
D
e
l
e
g
a
t
i
o
n
)

と
は
、
ル
ー
ル
の
執
行
や
解
釈
な
ど
が
、
ど
の
程
度
国
際
機
関

に
委
譲
さ
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
G
A
T
T

(関
税
と
貿
易
に
関
す

る

一
般
協
定
)
か
ら
W
T
O

(世
界
貿
易
機
関
)

へ
の
移
行
で
あ
る
。
三

つ
の
指
標

の
程
度
が
高
く

な
る
に
つ
れ
て
、
法
制
化

の
レ
ベ
ル
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(図
1
)

そ
れ
で
は
、
法
制
化
と
多
国
間
協
力
は
、
い
か
な
る
関
係

に
あ
る
の
か
。
彼
ら

の
結
論
に
よ
れ
ば
、

三

つ
の
指
標
に
基
づ
く
法
制
化
の
レ
ベ
ル
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
伴
い
多
国
間
協
力
は
困
難

に
な

っ
て
い
く
。
彼
ら
の
議
論

で
は
、
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
の
方
が
、
国
家
間

の
妥
協
を
よ
り
進
展
さ
せ

る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ハ
ー
ド

・
ロ
ー
に
な
る
に
つ
れ
て
国
家
間
協
力
が
難
し
く
な
る
の
で
は
と

い
う
問

い
は
、
制
度
化
の
過
程
を
考
察
す
る
際
に
、
避
け
て
通
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

に

も
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。



第

二
節

枠
組
み
条
約
の
背
景
と
特
質

地

球
環
境
問
題

に
関
す
る
国
際
社
会
の
対
応
の
歴
史
を
通
観
す
る
に
あ
た
り
、
国
際
法
学
者
の
中

に
は
、
環
境
問
題
に
関
連
す
る
諸
条
約

に
お

い
て
、
従
来
の
多
国
間
条
約
と
異
な
る
形
式
が
現
出
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
意
見
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
「枠
組

み
条
約
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。

国

際
法
の
中
で
、
環
境
問
題
が
研
究
の
対
象
と
な

っ
て
き
た
の
は
、
特
に

一
九
七
二
年

に
開
催
さ
れ
た
国
連
人
間
環
境
会
議
以
降
の
こ
と

で
あ

る
。
こ
の
会
議

に
お
い
て
、
国
連
に
U
N
E
P
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
国
際
的

レ
ベ
ル
で
継
続

的
に
環
境
問
題
を
議
論
す

る
場

が
誕
生
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
国
際
社
会

の
関
心
は
低
下
し
、
再
び
環
境
問
題
が
積
極
的
に
議
論
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
は
、

一
九
八
〇
年
代
の
半
ば

に
入

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
枠
組
み
条
約
は
、
こ

の
よ
う
な
関
心
の
高
ま
り

の
中

で
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

枠
組
み
条
約
に
つ
い
て
、
国
際
環
境
法
を
専
門
と
す
る
L
・サ
ス
キ
ン
ド
は
、
「近
年

の
ほ
と
ん
ど
国
際
環
境
条

約
は
、
以
下
の
よ
う
な
二

つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
。
最
初

の

一
連
の
会
合
は
、
科
学
的
証
拠

の
検
証

の
た
め
、
そ
し
て
枠
組
み
条
約
を
起

草
す
る
た
め
に
開
催
さ
れ

る
。
次

い
で
、
爾
後

の
参
加
国
の
会
合
は
、
詳
細
な
議
定
書
の
準
備
に
焦
点
が
集
ま
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
の
国
際
法
学
者
で
あ
る

山
本

草
二
に
よ
れ
ば
、
「枠
組
み
条
約
」
と
は
、
「
…
従
来
の
多
数
国
間
条
約
と
は
異
な
り
、
当
該
分
野
で
の
協
力
義
務
に
関
す
る

一
般
原
則

を
定

め
る
と
共
に
、
そ
の
義
務

の
内
容
を
厳
格
に
し
随
時
定
期
的
に
補
完
し
て

一
般
的
な
適
用
を
確
保
す
る
た
め
、
新
し

い
法
制
度
の
創
設

に
つ
い
て
の
枠
組
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
亀
山
は
、
「
つ
ま
り
、
ま
ず
は
問
題
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
自
体

に

合
意

し
て
枠
組
み
条
約
を
作
り
、
そ
の
下
で
、
よ
り
具
体
的
な
義
務
規
定
を
求
め
る
議
定
書
を
作

っ
て
い
く
方
法

で
あ
る
。
」
と
定
義
し
て
い

る
。

(
12
)

つ
ま
り
枠
組
み
条
約
と
は
、
「条
約
作
成
後
に
よ
り
詳
細
な
テ
キ
ス
ト
づ
く
り
を
す
る
こ
と
を
前
提
」
に
す
る
も

の
で
あ
り
、
枠
組
み
条
約

-
議
定
書
あ
る
い
は
締
約
国
会
議

に
お
い
て
採
択
さ
れ
る
追
加
措
置
、
修
正
と
い
う
も
の
を
予
定
し
た
制
度
化
の
過
程
で
あ
る
と
見
徹
す
こ

と
が

で
き
る
。



こ
れ
ら

の
論
者
に
よ
れ
ば
、

一
連

の
多
国
間
環
境
条
約
、
オ
ゾ

ン
層
保
護
ウ
ィ
ー
ン
条
約

(
一
九
八
五
年
)、
有
害
廃
棄
物
越
境
移
動
に
関

す
る
バ
ー
ゼ

ル
条
約

(
一
九
八
九
年
)、
気
候
変
動
枠
組
み
条
約

(
一
九
九
三
年
)
、
生
物
多
様
性
条
約

(
一
九
九
四
年
)
ら
は
、
い
ず
れ
も

こ
の
枠
組
み
条
約
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
方
式
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
か
。
こ
の
理
由
は
、
環
境
問
題
に
対
す
る
国
際
法
の
認
識
の
変
化

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
環
境
損
害
(
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
D
a
m
a
g
e
)

に
対
置
さ
れ
る
環
境
危
険
(
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
R
i
s
k
)

の
問
題
で
あ
る
。

国
際
環
境
立
法
に
限
ら
ず
環
境
法
は
、
そ
も
そ
も
発
生
し
た
環
境
損
害

に
対
す
る
事
後
救
済

に
重
き
を
置
い
て
き
た
が
、
次
第

に
環
境
危
険

へ
と
重
心
を
移
し
て
き
た
。

こ
れ

は
、
第

一
に
、
科
学
技
術

の
進
展
に
伴

い
、
も
し
将
来
に
お
い
て
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
社
会

に
大
き
な
損

害
を
引
き
起
こ
す
と

い
う
事
態
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
最
も
典
型
的
な
例
は
、
原
子
力
発
電

の
問
題
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
現
時
点
で
は
、
危
険
性
が

些
少
で
あ

っ
て
も
将
来
的

に
そ
の
累
積
性
ゆ
え
に
大
き
な
損
害
を
与
え
る
と
さ
れ
る
も
の
、
有
害
廃
棄
物

の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
発
生

の
可
能

性
や
因
果
関
係
に
つ
い
て
高

い
不
確
実
性
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
因
果
関
係

の
立
証
責
任
と
い
う
観
点
か
ら
、
法
に
よ
る
保
護
を
積

極
的

に
認
め
る
方
向
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二

に
、
第

一
の
点
と
関
連
す
る
の
だ
が
、
科
学
的
知
見
の
高
ま
り
に
よ

っ
て
、
環
境
リ
ス
ク
の
蓋
然
性
を
指
摘
し
う
る
よ
う
に
な

っ
た

こ
と
で
あ
る
。
環
境
リ
ス
ク
に
対
す
る
予
防
的
な
法
政
策
を
国
際
的
に
も
認
め
る
方
向

へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
従
来

の
よ
う

に
科
学
的
な
知
見

に
よ

っ
て
立
証
さ
れ
て
か
ら
対
策
を
講
ず
る
と
い
う
の
で
は
手
遅
れ
と
な
る
と
い
う
認
識
が
強
ま

っ
た
こ
と
に
あ

る
。
予
防
原
則
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
も

っ
と
も
国
際
法
が
リ
ス
ク
に
対
し
て
関
心
を
寄
せ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
。
た
だ
具
体
的
な
制
度
の
形
式
と
し
て
、
環
境
条
約

の
分
野
ほ
ど
顕
著
に
見
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

枠
組

み
条
約
形
式
の
採
用
に
関
し
て
は
、
国
際
条
約
形
成
上
の
経
験

の
反
映
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
。
国
連
海
洋
法
条
約
は
あ
ま
り
に

も
多
く

の
内
容
を
盛
り
込
も
う
と
し
た
た
め
に
、
交
渉
が
長
引

い
た
と
い
う
経
緯
が
あ

っ
た
。
こ
の
た
め
、
暫
定
的

に
で
も
制
度
形
成
を
行

い
、
そ

の
後
、
締
約
国
会
議
な
ど
で
継
続
的
な
合
意
を
積
み
重
ね
、
法
制
度
を
強
化
し
て
い
く
方
法
が
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
国
際
社
会
が
、
こ
の
よ
う
な
環
境
問
題
を
共
通

の
課
題
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、
二
十
世



紀
半
ば
以
降
急
速
に
進
行
し
た
相
互
依
存
さ
ら
に
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
国
境
を
超
え

る
環
境
問
題
も
発
生
す
る

よ
う

に
な

っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
例
え
ば
有
害
物
質
も
国
境
を
越
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
、
欧
米
を
中
心

と
し
た
先
進
国
の
み
な
ら

ず
、

ア
ジ
ア
な
ど
の
途
上
国
も
次
々
と
産
業
化
を
成
し
遂
げ
る
過
程
で
、
例
え
ば
温
暖
化
ガ
ス
の
排
出
に
よ
る
地
球
温
暖
化
の
問
題
な
ど
、

単
に
隣
接
し
た
国
家

の
間
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
地
球
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
問
題
が
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
枠
組
み
条
約
の
背
景
を
確
認
し
た
。
次
に
、
具
体
的

に
枠
組
条
約

の
特
質
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
よ
う
。

枠
組
み
条
約
は
、
第

一
に
、
各
締
約
国
に
対
し
て
、
環
境
に
与
え
る
影
響
を
防
止
す
る

一
般
的
な
義
務
を
確
認

し
、
予
防
的
措
置
を
と
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。
勿
論
、
こ
こ
で
は

一
般
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
各
国
に
対
し
て
取
る
べ
き
具
体
的
な
義
務

を
明
記
す
る
も
の
で
は
な

い

。第

二
に
、
規
制
措
置
の
決
定
に
際
し
て
は
、
専
門
家

に
よ
る
作
業
部
会
の
評
価
を
受
け
て
、
締
約
国
会
議
に
付

さ
れ
改
正
、
議
論
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
作
業
部
会
は
、
科
学
者
の
部
会
、
あ
る
い
は
国
際
法
の
専
門
家

に
よ
る
部
会
な
ど
が
あ
る
。

第

三
に
、
上
記
の
点
と
関
連
し
て
、
枠
組

み
条
約
は
そ
の
後
の
締
約
国
会
議

に
お
い
て
、
具
体
的
な
規
制
措
置

を
と
る
こ
と
を
予
定
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
京
都
議
定
書

の
よ
う
に
、
達
成
す
べ
き
削
減
物
質
の
数
値
目
標
や
達
成
期
限
ま
で
規
定
し
て
い
る
も
の
が
も

っ
と
も
進
ん

だ
形

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
枠
組

み
条
約
-
議
定
書
と
い
う
段
階
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
的
な
も
の
か
ら

ハ
ー
ド

・
ロ
ー

へ
と
い
う
段

階
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
明
示
化
さ
れ
拘
束
力
を
持

っ
た
条
約
は
、
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
で
は
な

い
と

い
う

こ
と
に
な
る
が
、
枠
組
み
条
約
は
、
締
約
国
会
議
の
開
催
な
ど

「継
続
的
合
意
形
成
条
項
」
と
も
言
う

べ
き
も
の
を
組
み
込
ん
で

お
り
、
そ
の
段
階
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
拘
束
性
を
指
標

に
取
れ
ば
、
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
に
は
該
当
す
る
が
、
内
容

の
明
確
性
か
ら
す

る
と
中
間
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
区
分
を
強
調
す
る
こ
と
よ
り
も
、
法
制
化
の
レ
ベ
ル
が
あ
り
、
枠
組
み
条
約
に
お
い
て

は
更
な
る
法
制
化
が
企
図
さ
れ
て
い
る
、

つ
ま
り
制
度

の
プ

ロ
セ
ス
と
し
て
理
解

で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
、
本
稿
の
課
題
に
立
ち
返
れ
ば
、
次
に
、
で
は
、
そ
の
よ
う
な
制
度
化
の
過
程

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
政
治
が
展
開
さ
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
問

い
へ
と
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、

こ
れ
を
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
問
題
の
定
義
-
交
渉
-
制
度

(レ



ジ
ー
ム
)
の
形
成
-
制
度

(
レ
ジ
ー
ム
)
の
強
化

(も
し
く
は
衰
退
)
」
と
い
う
専
ら
時
間
軸

に
沿

っ
た
機
能
主
義
的
な
見
方

に
還
元
し
て
し

ま
う
と
、
相
互
の
過
程

の
連
関
に
つ
い
て
は
表
層
的
な
理
解

に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
以
下

で
は
ま
ず
制
度
の
全
体

像
を
理
解
す
る
迂
路
を
取
る
こ
と
に
し
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
政
治
学

の
い
く

つ
か
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
検
討
し
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

第

二
章

制
度
化

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ

本
章

で
は
、
枠
組
み
条
約
を
経
た
制
度
化

に
つ
い
て
、
国
際
政
治

の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
即
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。
前
半
で
は
、

パ
ワ
ー
を
重
視
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
と
国
家
の
合
理
的
行
動

に
基
づ

い
た
利
益
調
和
の
可
能
性
を
論
じ
る
り
ベ
ラ
リ
ズ

ム
を
検
討
す
る
。
こ
れ

ら
は
、
パ
ワ
ー
と
国
益
と
い
う
国
際
政
治
学
の
中
心
的
な
概
念
か
ら
制
度
を
論
じ
て
い
る
。
後
半
で
は
、
特

に
環
境
問

題
で
重
視
さ
れ
る
「科

学
」
の
役
割
を
強
調
す
る

「認
識
共
同
体
論
」、
そ
し
て
、
環
境
N
G
O
ら
の
規
範
的
な
影
響
を
論
じ
る

「規
範

の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
を
検

討
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
ア
ク
タ
ー
の
理
念
的
側
面
に
着
目
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

第

一
節

リ
ア
リ
ズ
ム

・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム一

・
一

リ
ア
リ
ズ
ム

国
際
政
治
を
、
諸
国
家
間
の

「パ
ワ
ー
を
め
ぐ
る
闘
争
」
と
規
定
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
国
際
的
な
制
度

の
進
展
は
い
か
に
説

明
し
う

る
で
あ
ろ
う
か
。
代
表
的
な
の
は
軍
事
力
、
経
済
力
の
強
大
な

「覇
権
国
」
が
そ
の
立
場
を
背
景
と
し
て
、
安
定
性
や
秩
序
と
い
っ

(18

)

(
19
)

た
国
際

公
共
財
を

「
供
給
」
す
る
と
い
う
覇
権
安
定
論

で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
思
考

に
お
い
て
は
、
国
家
の
み
が
国
際
政
治
の
ア
ク
タ
ー

で
あ
り
、
大
国
が
他
国

へ
協
力
を
強
制
す
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
確
か
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
G
A
T

T
な
ど
の
形
成
期

に
お

い
て
、

世
界
の
経
済

の
半
分
以
上
を
占
め
る
と
い
う
圧
倒
的
な
力
を
背
景
に
、
ア
メ
リ
カ
の
意
向
が
大
き
く
反
映
し

て
い
た
。
最
も
分
か
り

や
す

い
の
は
、
軍
事

の
領
域
で
あ
ろ
う
。
N
P
T

(核
不
拡
散
条
約
)
体
制

の
進
展
を
見
た
場
合
、
核
保
有
五
力
国

の
特
権
的
地
位
を
認
め



さ
せ

る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

し

か
し
、
多
国
間
環
境
条
約

に
つ
い
て
は
、
同
様

に
説
明
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
常

に
主
導
的
役
割
を
果
た
し

た

と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
主
な
多
国
間
環
境
条
約
を
拾

っ
て
み
て
も
、
枠
組
み
条
約
か
ら
さ
ら
に
法
制
化
を
す
す
め
る
段
階
で
ア
メ
リ

カ

の
消
極
的
な
活
動
が
見
ら
れ
た
。
オ
ゾ

ン
層
保
護

に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約

か
ら
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書

へ
交
渉
を
進
め
る
過
程

に
お

い
て
、
ア
メ
リ
カ
が
積
極
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
と
い
う
例
も
あ
る
。
ま
た
、
国
際
捕
鯨
委
員
会

に
お
け
る
議
論
を
リ
ー
ド
し

た
例
も
存
在
す
る
。
他
方

で
、
気
候
変
動
枠
組
み
条
約
か
ら
京
都
議
定
書
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
消
極
的
な
行

動
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

バ
ー
ゼ

ル
条
約
に
お
い
て
も
、
「禁
止
」修
正
、
あ
る
い
は
補
償
議
定
書
問
題

に
つ
い
て
も
積
極
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
訳
で
は

な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
法
制
化

の
進
展
が
、
必
ず
し
も
ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

に
よ

っ
て
齎
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な

い
。
大
国
の
関
与
が
制
度
を
よ
り
実
効
性
の
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
枠
組
み
条
約
以
降

の
進
展

を
説
明
す
る
の
に
十
分
と
は
言
え
な

い
。

一
・
二

リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム

リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
制
度

の
機
能
に
着
目
し
、
ア
ク
タ
ー
間
で
利
益
が
合
致
す
る
可
能
性
を
指
摘
、
制
度

の
成

立
を
論
じ
た
。
特

に
、
市

場

と
い
う
経
済
の
論
理
か
ら
、
相
互
交
流
が
進
展
す
る
中
で
は

一
国
単
位
か
ら
共
通
の
市
場
ル
ー
ル
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が

強
調

さ
れ
る
。
国
家
が
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
で
は
な
く
て

ハ
ー
ド

・
ロ
ー
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
ア
ボ
ッ
ト
ら
が
採
用

し

て
い
る
の
は
、
国
家
の
合
理
的
な
行
動
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
約
束
の
信
頼
性
の
向
上
、
取
引

コ
ス
ト
の
削
減
、
不
完
全
契
約

問
題

の
解
決
と
い
っ
た
効
果
が
、
契
約

コ
ス
ト
、
主
権

コ
ス
ト
、
将
来
の
不
確
実
性
と
い
っ
た
費
用
を
上
回

っ
た
と
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

す

な
わ
ち
、
国
家

の
拘
束

の
度
合

い
が
高
く
に
な
る
に
つ
れ
、
他
国
の
行
動
が
確
実

に
な
り
、
「裏
切
り
」
に
よ
る
フ
リ
ー
・
ラ
イ
ド
の
可

能
性

が
減
少
す
る
。
他
方
で
自
国
も
、
同
様
に
条
約
を
遵
守
す
る

コ
ス
ト
、
国
内
合
意

の
形
成
に
努
力
す
る
必
要
が
生
じ
る
し
、
さ
ら
に
自

国

の
行
動
が
状
況
と
関
わ
り
な
く

一
定
程
度
制
約
さ
れ
る
と
い
う

コ
ス
ト
が
か
か
る
。

こ
れ
ら
の
比
較
考
量
に
お
い
て
、
効
果
が
上
回

っ
た

時

に
、
法
制
化
が
進
展
す
る
と
い
う
。



た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
実
際

に
ハ
ー
ド

・
ロ
ー
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
取
引

コ
ス
ト
や
契
約

コ
ス
ト
が
ど
の
程
度
変
化
す
る
か
と
い

う
こ
と

に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
二
つ
の
法
の
理
念
型
そ
れ
ぞ
れ
で
利
得

コ
ス
ト
比
較
は
可
能
だ
と
し
て
も
、
何
が
そ
の
計
算
を

可
能

に
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
議
論
に
沿

っ
て
考
え
る
と
、
環
境
規
制
と
い
う
形
で
、
短
期
的
に
は
経
済
的
ゼ

ロ

・
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
国
際
的
規
制

の
進
展

と
い
う
結
果
を
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
制
度

の
成
立
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
制
度

の
深

化

に
つ
い
て
は
、
十
分
な
説
明
の
論
理
を
提
示
し
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
議
論
で
は
、
各
国
の
合
意

に
よ

っ
て
成
立
し

た
条
約
を

一
種
の
均
衡
点

で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
あ
る
均
衡
が
な
ぜ
別

の
均
衡
に
な
る
こ
と
が
可
能

に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。

合
理
的
な
利
益
最
大
化
を
前
提
と
す
る
国
家

の
行
動
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
が

「退
出
」
し
た
段
階
で
、
多
国
間
協
調
が
崩

壊
す
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
産
業
界
の
み
が
規
制
の
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
に
な
り
、
他
国
の
産
業

界
の
反
発
は
当
然
想

定
さ
れ

る
し
、
集
合
行
為
問
題
が
発
生
す
る
は
ず
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
、
し
ば
し
ば
用

い
る
ゲ
ー
ム
論

の
モ
デ

ル
か
ら
す
れ
ば
、
相

手
が
協
力
す
れ
ば
協
力
、
相
手
が
裏
切
れ
ば
同
様

の
行
動
を
選
択
す
る
と
い
う
相
互
主
義
戦
略
を
採
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
例
え
ば
気
候
変
動
枠
組
み
条
約
-
京
都
議
定
書

で
も
、
ア
メ
リ
カ
抜
き
で
進
ん
で
い
る
。
制
度

の
有
効
性
を
損
な

う
と
い
う
議
論
は
あ
る
が
、
各
国
は
批
准
の
作
業
を
進
め
、
議
定
書
を
発
効
さ
せ
て
い
る
。

上
述

し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
の
最
大

の
問
題
は
、
条
約
と

い
う
性
格
と
あ

い
ま

っ
て
、

ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
の
国
家
間
関
係

を
核
と
し
て
制
度
化

の
進
展
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「強
制
」
「集
合
行
為
」
と
い
っ
た
観
点
で
は
、
枠
組

み
条
約
の
よ
う
に
開

放
性
と
安
定
性
を
担
保
し
つ
つ
展
開
さ
れ
る
制
度
化
の
過
程
を
十
分
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第

二
節

「認
識
共
同
体
」
ア
プ

ロ
ー
チ

先
ほ
ど
の
枠
組
み
条
約

に
つ
い
て
の
特
徴
の
箇
所
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
地
球
環
境
問
題
を
困
難
に
し
て
い
る
理
由
は
、
将
来

の
不
確

実
性
、
環
境
リ
ス
ク
の
問
題
で
あ

っ
た
。
上
述

の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
環
境
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
形
で
現
出
し
た
枠
組
み
条
約
と
い
う
様
式
に



つ
い
て
積
極
的

に
説
明
を
提
示
す
る
も
の
と
は
な

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
と
は
や
や
異
な

っ
た
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

に

つ
い
て
検
討
す
る
。

P

・
ハ
ー
ス
の
指
摘
す
る

「認
識
共
同
体
」

の
議
論
は
、
環
境
問
題

に
対
し
て
科
学
的
知
見
を
有
す
る
科
学
者
集

団
の
重
要
性
を
指
摘
す

る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
地
中
海
の
海
洋
汚
染
規
制

へ
の
動
き
を
研
究
す
る
中
で
、
政
治
に
お
け
る
科
学
の
役
割
を
指
摘
す
る
。
ハ

ー
ス
に
よ

れ
ば
、
「認
識
共
同
体
」
と
は
、
「
そ
の
専
門
領
域
や
問
題
領
域
に
お
け
る
政
策
有
意
な
知
識
を
権
威
的
に
主
張
す

る
専
門
家
そ
し
て
有
能
者

(24

)

と
認

め
ら
れ
た
プ

ロ
フ

エ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
共

通
の
理
解
や
規
範
を
共

有
す

る
科
学
者
た
ち
か
ら
構
成
さ
れ
る
認
識
共
同
体
は
、
多
国
間
の
政
策
を
め
ぐ
る
問
題
設
定
と
い
う
段
階
、
そ
し
て
各
国
が
そ
れ
ら
の
条

約
に
従
う
よ
う
に
促
す
、
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
と
主
張
し
た
。

例
え
ば
、
気
候
変
動
問
題
に
お
い
て
は
、
大
気
中
の
C
O
濃
度
が
本
当
に
上
昇
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
C
O
濃
度
が
上
昇
す
る
こ
と

が
気
温

の
上
昇
と
結
び

つ
い
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

一
九

八
八
年
に
設
立
さ
れ
た

(25

)

I
P

C
C

(気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
)
が
、
評
価
報
告
書
を
作
成
し
た
こ
と
が
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ま

た
、
同
様
に
、
枠
組
み
条
約
で
合
意
さ
れ
た
各
種
の
報
告
書
制
度
は
、
デ
ー
タ
な
ど
の
蓄
積
と
い
う
意
味
で
非
常

に
重
要
で
あ
る
。
現

在
、
例
え
ば
温
暖
化
ガ
ス
の
排
出
量
や
有
害
廃
棄
物
の
輸
出
入
な
ど
の
デ
ー
タ
は
、
具
体
的
な
措
置
を
講
じ
る
に
際

し
て
、
そ
の
基
礎
と
し

て
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
ー
ス
の
議
論
で
は
、
国
家
の
行
動
お
よ
び
彼
ら
の
協
力
に
よ
る
制
度
の
形
成
が
従
属
変
数
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「認
識
共
同
体
」
の
存

在

(ネ
ッ
ワ
ー
ク
の
形
成
)
が
説
明
変
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ハ

ー
ス
は
、
国
際
政
治
の
構
造
が
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
と
い
う
前

日26
)

(27

)

提
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
補
助
仮
説
的
な
位
置
づ
け
を
し
て
お
り
、
将
来
の
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
「
国

益
の
計
算
」
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て

「認
識
共
同
体
」
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(図
2
)

ハ
ー
ス
が
着
目
す
る
の
は
、
パ
ワ
ー
や
富

の
配
分
が
変
化
し
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家

の
利
益
や
選
好
が
変

化
し
う
る
場
合
が
あ
る

(28
)

と

い
う
点

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
の
学
習

モ
デ
ル
と
呼
ん
で
も

い
い
か
も
し
れ
な
い
。

認
識
共
同
体
の
議
論
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
科
学
的
リ
ス
ク
論

で
あ
る
。
こ
の
見
方

に
よ
れ
ば
、
リ
ス
ク
は
、
「自
然
に
以
前
か
ら
存



〈図2「 認識共同体」論の制度形成イメージ〉

出 典:AndreasHasenclever,eta1.Theori'esofInternαtionαl

Regimes,(Cambridge:CambridgeUniversityPress,1997),p.155

在
し
て
い
る
も
の
で
あ

っ
て
、
原
則
的
に
科
学
的
な
測
定
や
計
算
を
通
じ
て
確
定
さ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の

知
識
を
用

い
て
管
理
さ
れ
う
る
。
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

科
学
的
知
識
と
は
、
統
計
学
に
始
ま
り
、
工
学
、
物
理
学
、
気
象
学
、
生
物
学
な
ど

の
自
然
科
学
を
中
心

と
し
た
学
問
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
リ
ス
ク
は
、
科
学
的
知
識
を
以

っ
て
蓋
然
性
(
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
)

か
ら
測
定
さ
れ
、
客
観
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
リ
ス
ク
論
の
別

の
立
場
か
ら
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
社
会
構
成
主
義
か
ら
の
科
学

専
門
家
主
義
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
2
つ
の
点
を
示
唆
し
て
い
る
。

第

　
に
、
科
学
が

「
客
観
的
」
な
判
断
を
提
供
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
科
学
者

の
中
で
も
意
見

が

一
致
し
な
い
問
題
も
多
く
あ
る
。
加
え
て
、
科
学
が
浸
透
す
る
に
つ
れ
、
同
時
に
灰
色

の
領
域
も
広
く
な

っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
ペ
ー
タ
ー
ソ
ン
は
、
国
際
捕
鯨
委
員
会

に
お
い
て
は
、
鯨
の
生
態

に
つ
い
て
の
専
門
家

が
、
委
員
会

の
決
定
に
参
加
し
て
い
る
も
の
の
、
決
定

へ
の
影
響
力
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
す

る
。
ま
た
、
有
害
廃
棄
物

に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
に
お
い
て
も
、
専
門
家
に
よ
る
有
害
廃
棄
物
リ
ス
ト
の

作
成
は
、
「禁
止
」
修
正
が
採
択
さ
れ
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

第
二
に
、
科
学
が
ど
の
よ
う
な
形

で
用

い
ら
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
科
学
者
が
政
策
判
断
に
決
定
的

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
作
業
部
会

に
お
け
る
科
学
者
の
人
選
と
い
う

レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
、
国

家
ア
ク
タ
ー
が
自
己
の
行
動
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。

後
者
の
立
場
か
ら
、

パ
ー
ス
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
批
判
し
、
「言
説

ア
プ

ロ
ー
チ
」
を
提
起
し
た
の
が
、
K
・

リ
ッ
フ
ィ
ン
で
あ
る
。
彼

に
よ
れ
ば
、
「
言
説
」
と
は
、
「社
会
的
関
係

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
埋
め
込
ま
れ
た

言
語
的
行
為
及
び
修
辞
的
戦
略
」
で
あ
る
。
オ
ゾ

ン
層
保
護

に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
ま
で
の
過
程
を
考
察

し
た
リ

ッ
フ
ィ
ン
の
研
究
は
、
科
学
的
知
識
が
解
釈
さ
れ
、
様
々
な
言
説
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が

「支
配
的

な
言
説
」

に
な

っ
て
い
く
こ
と
が
描

か
れ
て
い
る
。



た
だ
、
リ
フ
ィ
ン
の
研
究
も
、
国
家
ア
ク
タ
ー
の
利
益
の
計
算
に

「情
報
」
と
し
て
の
知
識
が
外
在
的

に
影
響

を
与
え
る
と
す
る
見
方
を

共
有

す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

つ
ま
り
国
家
の
合
理
的
行
動
と
い
う
前
提
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
リ
フ
ィ
ン
の
議
論
は
、
言
説
の

分
析

を
実
際
の
交
渉
過
程
の
前
ま
で
と
し
て
い
る
点
に
加
え
て
、
ア
ク
タ
ー
の
利
害
が
い
か
に
科
学
的
解
釈
に
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
「科

学
の
政
治
化
」
と
い
う
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
狭
義

の
国
益
だ
け
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
広
く
国
家
ア
ク
タ
ー
の
利
益
の
構
成

の
さ
れ
方
と
い
う
側
面

に
着
目
す
る
議
論
が
存
在
す
る
。

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
議
論

で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
軍
事
力
や
経
済
的
利
益
と
い
っ
た
物
質

的
な
側
面
だ
け
で
な
く
、
ア
ク
タ
ー
の
理
念
的
な
側
面
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
規
範
を
重
視
す
る
。
上

の

「
認
識
共
同
体
論
」
も

「知
識
」

を
重
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
、
最
適
な
行
為
を
と
る
と
い
う
合
理
的
ア
ク
タ
ー
と
い
う
仮
定
そ
の
も
の
を
問
題
と
す

る
。

ア
ク
タ
ー
の
主
観
的
要
因
が

「利
益
」
を
構
成
す
る
過
程
に
目
を
む
け
る
の
で
あ
る
。
ア
ク
タ
ー
の
社
会
性

と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の

代
表

と
言
え
る
の
が
、
以
下
で
取
り
上
げ
る

「
規
範
の
浸
透
」
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

第

三
節

「規
範

の
漫
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ

「
規
範

の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
規
範
が
浸
透
し
て
い
く
中
で
国
家
の
行
動
が
、
国
益
を
最
大
化
す
る
と
い
う
効
用
を
重
視
す
る

「結
果

の
論
理
」
と
い
う
よ
り
も
、
集
団
に
お
い
て
状
況

に
照
ら
し
て
適
切
な
行
動
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う

「適
切
性

の
論
理
」
に
則

っ
た
も
の

と
し

て
の
側
面
が
強
く
な

っ
て
い
く
と
考
え
る
。
勿
論
、
功
利
的
な
計
算
が
な
く
な
る
こ
と
を
想
定
す
る
の
で
は
な

い
。
「合
理
的
」
選
択
が
、

国
家

の
国
際
社
会
に
お
け
る

「振
る
舞

い
」
と
い
う

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中

で
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ン
モ
ア
と
シ
ッ
キ
ン
ン
ク
は
、
「所
与

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持

つ
ア
ク
タ
ー
に
と

っ
て
適
切
な
行
動

の
基
準
」
と
し
て

「規
範
」

(35
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を
定

義
す
る
。
彼
ら
は
、
規
範
の
発
展
過
程
を
三
段
階
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な

っ
た
行
為
の
論
理
が
支
配

し
て
い
る
、
と
論
じ
る
。

シ
ッ
キ
ン
ク
ら
は
、
婦
人
参
政
権
運
動
な
ど
の
経
験
的
研
究

か
ら
帰
納
的
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第

一
段
階
は
、

規
範

の
誕
生
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期

に
は
、
「規
範
起
業
家
(
n
o
r
m
 
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
)

」
が
、
イ
ッ
シ
ュ
ー
に
注
意
を
喚
起
し
、
ま
た
は
そ



れ
ら
を
名
付
け
、
解
釈
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
イ
ッ
シ

ュ
ー
を
作
り
出
す
、
「枠
付
け
(
f
r
a
m
i
n
g
)

」
が
な
さ
れ
る
。

こ
こ
で
「規
範
起
業
家
」

の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
国
際
赤
十
字
社
を
設
立
し
、
戦
時

に
お
け
る
傷
病
者
看
護
団
の
中
立
と
捕
虜
の
人
道
的
待
遇
を
国
際

規
範
と

し
て
確
立
す
る
の
に
尽
力
し
た
、
ア
ン
リ

・
デ

ュ
ナ
ン
(
J
e
a
n
 
H
e
n
r
i
 
D
u
n
a
n
t
)

で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
個
人
に
限

っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
N
G
O
ら

の
非
国
家
ア
ク
タ
ー
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
期
に
お
い
て
規
範
を
遵
守
し
よ
う
と
す
る
動
機
は
他
者
に

対
す
る
共
感
に
基
づ
く
と
さ
れ
、
「規
範
起
業
家
」
ら
は
、
説
得
に
訴
え
て
新
し
い
規
範

に
同
調
す
る
こ
と
を
迫

っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

第

二
段
階
は
、
規
範

の
加
速
度
的
な
浸
透
で
あ
る
。
社
会

の
成
員
が
次
々
と
規
範
を
受
容
す
る
過
程
を
、

フ
ィ
ネ
モ
ア
と
シ
ィ
キ
ン
ク
は

「規
範

カ
ス
ケ
ー
ド
(
n
o
r
m
 
c
a
s
c
a
d
e
)

」
と
呼
ん
で
い
る
。
第
二
期

で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
個
人
や
非

国
家
ア
ク
タ
ー
で
は

な
く
む
し
ろ
国
家
や
国
際
組
織
で
あ
り
、
国
際
社
会
に
お
け
る
正
統
性
や
名
声
を
求
め
て
、
国
家
が
自
発
的

に
規
範
を
受
け
入
れ
て
ゆ
く
と

さ
れ
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
は
、
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
振
る
舞

い

「社
会
化
(
s
o
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)

」
で
あ
る
。

第
三
段
階

に
お
い
て
は
、
規
範
が

「内
面
化
(
i
n
t
e
r
n
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)

」
さ
れ
て
い
く
。
規
範
が
条
約
な
ど
の
形
で
採
用
さ
れ
、
規
範
が
あ
る

と
い
う

こ
と
が
特
に
意
識

に
の
ぼ
ら
な
く
な
る
。
こ
こ
で
は
、
規
範
は
国
際
社
会

に
定
着
し
、
国
内
に
お
い
て
法
制
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

「適
切
性
の
論
理
」
が
働
き
、
規
範
を
遵
守
す
る
と
い
う
動
機
が
顕
在
的
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
に
な
る
。
や
が
て
、
規
範
遵
守
の
メ

カ
ニ
ズ

ム
は
、
慣
習
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、
枠
組
み
条
約
を
経
た
制
度
化
の
過
程
を
、
「規
範
の
浸
透
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な

い
か
と
い
う
点

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
環
境
N
G
O
あ
る
い
は
科
学
者
達
と
い
っ
た

「
規
範
起
業
家
」
が
、
例

え
ば
地
球
温
暖
化
問

題
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
規
範
的
主
張
を
展
開
し
、
世
論
を
動
員
し
て
国
家
ア
ク
タ
ー
に
働
き
か
け
る
。
次
に
、
そ
れ

に
共
鳴
す
る

一
部
の

国
々
が

「規
範
リ
ー
ダ
ー
」
と
し
て
、
条
約
交
渉
な
ど
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
条
約
化
を
通
じ
て
各

国

へ
と
浸
透
さ
せ
て

い
く
と

い
う
過
程
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

「規
範

の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
国
際
社
会

に
お
け
る
全
て
の
規
範
形
成
に
つ
い
て
語
り
う
る
も
の
で
は
な

い
が
、
規
範
と
個

々
の
段
階

で
の
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
指
摘
し
た
点

で
重
要
で
あ
る
。



第

四
節

「規
範
の
浸
透
」
を
め
ぐ
る
問
題
点

こ
こ
で
、
確
認

の
意
味
で
、
議
論
を
総
括
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
リ
ア
リ
ズ
ム
や
り
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と

「認
識
共
同
体
」
あ
る
い
は

「規

範
の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
に
お
け
る
重
要
な
相
違
は
、
二
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第

一
に
、
国
家
以
外

の
ア
ク
タ
ー
を
国
際
政
治
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
と
想
定
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ

ム
で
は
、

国
家

は
国
家
と
し
て
の
利
益
を
有
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
国
際
政
治
を
国
家
間
の
パ
ワ
ー
を
め
ぐ
る
闘
争

と
し
て
規
定
す
る
リ
ア

リ
ズ

ム
に
お
い
て
は
、
軍
事
力
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
軍
事
力
と
は
も

っ
ぱ
ら
国
家

・
政
府
の
独
占
物
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
ア
ク
タ
ー
は
外
在
的
な
形
で
し
か
影
響
を
及
ぼ
し
え
な
い
。
ま
た
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
基
本
的
に
国
家
ア
ク
タ
ー
を
単

一
の
も
の
と
し
て

想
定

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「認
識
共
同
体
」
に
お
い
て
は
、
科
学
者
集
団
の
役
割
が
重
視
さ
れ
、
「規
範
の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、

「規
範
起
業
家
」
と
し
て
、
科
学
者
達
や
環
境
N
G
O
ら
の
活
動
に
着
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
ア
ク
タ
ー
が
国
家
の
ア

イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
や
利
益
の
構
成
と
い
う
形
で
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

第

二
の
点
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
が
パ
ワ
ー
構
造
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
利
益
均
衡
点
と
い

っ
た
点
か
ら
制
度

の
形
成
に

つ
い
て
は
、
説
明
的
で

あ
る
が
、
「認
識
共
同
体
論
」
や

「規
範

の
浸
透
」
は
、
通
時
的
な
制
度
変
化
の
説
明
に
適
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
稿

の
よ
う
に
枠

組

み
条
約
と
い
っ
た
安
定
性
と
開
放
性
を
考
え
た
場
合
、
前
者
で
は
十
分
な
説
明
を
展
開
で
き
な
い
。
国
益
の
対
立

す
る

「
ア
ナ
ー
キ
ー
」

な
世
界
に
お
け
る
制
度

の
成
立
を
対
象
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
国
際
政
治
ア
リ
ー
ナ
に
お
け
る
国
家
の
行
動
を
、
規
範
や
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と

い
っ
た
、
い
わ
ば
ア
ク
タ
ー
に
埋
め
込

ま
れ
た
国
際
社
会
像
の
中

で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る

「規
範
の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
の
示
唆
は
重
要

で
あ
る
。
外
的
な
強
制
力
と
い

う
点

で
は
限
界
の
あ
る
国
際
法
が
、
国
家
の
自
発
的
な
遵
守
と
い
う
行
為
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
側
面

つ
ま
り
、
法
が
規
範
に

よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
点

に
着
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し

か
し

「規
範

の
浸
透
」
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
そ
の
他

の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
比

べ
て
、
枠
組
み
条
約
を
経
由
し
た
制
度
の
展
開
を
説
明

し
う

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
決
し
て
十
分
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
二

つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。



第

一
に
、
説
明
変
数
と
も
言
う
べ
き

「
規
範
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
繰
り
返
し
ゲ
ー
ム
に
依
拠
し
て
規
範
の
展
開

に
言
及
し
た
ア
ク
セ
ル

ロ
ッ
ド
の
場
合
、
規
範
と
は

一
定

の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
ア
ク
タ
ー
の
行
為
の
結
果
を
観
察
し
た
も
の
に

(
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過
ぎ
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ン
モ
ア
ら
の
議
論
で
は
、
規
範
が
、
「適
切
な
」
行
動
を
導
く
側
面
を
指
摘

し
て
い
る
。
し
か
し
、

規
範
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
で
論
じ
ら
れ
る
中
で
、
生
成
さ
れ
、
や
が
て
ル
ー
ル
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

っ
て
、
規
範

の
最
終
形
態
を
前
提

と
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
点
で
問
題
が
あ
る
。
特
に
、
条
約
と
い
う
法
制
度
に
よ

っ
て
規
範
が
顕
現
す
る
際
に
は
、
そ

の
ル
ー
ル
の
制
定
を

め
ぐ

っ
て
の
対
立
、
調
整
が
問
題
と
な
る
。

第
二

に
、
前
の
点
と
関
連
し
て
、
規
範

(当
初
の
段
階

で
は
規
範
的
ア
イ
デ

ィ
ア
)
が
あ
る
ア
ク
タ
ー
た
ち
に
よ

っ
て
所
有
さ
れ
、
そ
れ

が
働
き
か
け
ら
れ
る
と
い
う
図
式

に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
、

】
方
か
ら
他
方

へ
の

「
説
得
」
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

一
方
的
な
影
響
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
適
否
に
関
わ
る
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
あ

る
種
完
結
し
た

「規
範
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
規
範
的
主
張
を
展
開
す
る
N
G
O
な
ど
の
積
極
的
な
活
動
を
認
め
る

に
し
て
も
、
そ
の
主

張
が
そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
問
題
は

「
規
範
の
浸
透
」
に
お
け
る
政
治
過
程
の
イ
メ
ー
ジ
が
不
十
分
な
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い

え
ば
、
枠
組

み
条
約
を
経
た
制
度
化
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
規
範
が
枠
組
み
条
約
の
成
立
に
果
た
す
役
割
と
さ
ら

に
制
度
化

の
進
展
に

際
し
て
の
役
割
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
把
握
す
る
必
要
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
、
以
下
の
章
で
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。

第

三
章

「規
範

の
浸
透

」

の
政
治
過
程

第
二
章
で
は
、
「規
範
の
浸
透
」
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
が
、
枠
組
み
条
約
-
議
定
書
と
い
う
通
時
的
な
制
度
化
を
あ
る
程
度
、
説
明
し
う
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
枠
組

み
条
約
を
経
た
制
度
化
を
説
明
す
る
に
は
、
幾

つ
か
の
点

で
不
十
分

で
あ
る
。
「規
範

の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
制
度
化
の
過
程
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た

い
。



第

一
節

フ
レ
ー
ミ
ン
グ
と
規
範

環
境
条
約
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
ア
ク
タ
ー
は
、
環
境
問
題

へ
の
対
応
を
志
向
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
ア
ク
タ
ー
の
期
待
が
収
敷
す

る
」
の
は
、
問
題

へ
の
関
心
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
環
境
問
題
と

一
口
に
言
う
が
、
実
体
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
、
公
害
問
題
と
比
較
し
て
考

え

て
み
よ
う
。
工
場
排
水

か
ら
の
汚
染
に
よ
る
健
康
被
害
、
大
気
汚
染
と
い
っ
た
場
合
、
加
害
者

(企
業
)
と
被
害
者

(住
民
)
と
い
う
図

式

が
構
造
化
さ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
因
果
関
係
を
解
明
し
う
る
か
が
最
も
重
要
な
争
点
に
な
る
。
し
か

し
、
環
境
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
も

の
は
、
当
事
者
が
直
接

に
対
峙
す
る
と
い
う
形
で
は
と
ら
え
ら
れ
な

い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

今
日
、
地
球
環
境
問
題

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
地
球
温
暖
化
や
オ
ゾ

ン
層
の
問
題
に
し
て
も
、
二
酸
化
炭
素
な
ど
の
温
室
効

果
ガ
ス
や
フ
ロ
ン
ガ
ス
の
排
出
者
が
存
在
し
て
い
る
が
、
根
本
に
は
先
進
国
に
住
む
人
々
を
は
じ
め
と
す
る

「豊

か
な
社
会
」

の
生
活
様
式

が
あ
る
。
ま
た
、
有
害
廃
棄
物
に

つ
い
て
も
今
日
で
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
と

い
う
形
で
の
国
際
資
源
循
環
が
進
展
し
て
お
り
、
途
上
国
内
部
に

お
い
て
も
資
源
を
求
め
る
経
済
セ
ク
タ
ー
と
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
担
う
中
で
汚
染

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
社
会

(イ

ン
フ
ォ
ー

マ
ル
)
セ
ク
タ
ー

の
存
在
が
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
国
家
単
位
で
は
な
く
、

ロ
ー
カ
ル
単
位
、
セ
ク
タ
ー
間
の
問
題

で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

環
境
問
題
は
、
同
時
代
の
世
代
内
の
問
題
で
も
あ
り
、
環
境
リ

ス
ク
と
い
う
観
点
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
現
在
と
将
来
の
世
代

に
も
関
わ
る

世
代
間

の
問
題
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
被
害
者
で
あ
る
と
と
も
に
潜
在
的
に
加
害
者
た
り
う
る
と
い
う
意
味
で
、
き
わ
め
て
状

況
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
従

っ
て
、
上
述
し
た

「認
識
共
同
体
」
ア
プ

ロ
ー
チ
が
指
摘
す
る
科
学
的
知
見

(ひ
い
て
は
科
学
者
集
団
)
が
、

必
ず
し
も
制
度
形
成
、
進
展
に
寄
与
し
な
い
の
は
、
科
学
的
因
果
関
係
の
立
証
の
み
で
は
把
握
さ
れ
な
い
環
境
問
題
の
特
質

に
も
関
係
が
あ

る
。こ

の
点
で
、
問
題
を
解
釈
し
、
演
出
す
る

「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
」
は
重
要
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
環
境
リ
ス
ク
は
必
ず
し
も
定

量
的

に
把
握
で
き
な
い
の
で
あ

っ
て
、
例
え
ば
、
原
発
を

「危
険
」
「安
全
」
と
い
う
二
分
法

に
則

っ
て
区
分
す

る
の
は
難
し

い
。
「
フ
レ
ー

ミ
ン
グ
」
と
い
う
枠
付
け
る
作
業
を
介
し
て
、
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
そ
も
そ
も
社
会
運
動
論
の
中
で
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
学
史
的
に
言
え
ば
、
社
会
運
動
を

「不
満
」
と
い

う
観
点

か
ら
見
る
社
会
心
理
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
運
動

の
持

つ
資
金
や
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
重
視
す
る
資

(
43
)

源
動
員
論
が
議
論
さ
れ
る
状
況

の
中
で
、
「
フ
レ
ー
ム
」
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
「
フ
レ
ー
ム
」
と
は
、
「
個
人

に
そ
の
空
間
や
全
体

(44
)

社
会
の
中

で
起

っ
た
こ
と
を
位
置
づ
け
、
知
覚
し
、
識
別
し
、
ラ
ベ
ル
づ
け
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
解
釈
図
式
」
で
あ
る
。
ご
く
単

純
化
し
て
言
え
ば

「問
題
と
は
何

か
」
と
い
う
集
団
の
共
通
理
解
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
」

は
、
「
フ
レ
ー
ム
」
を

構
築
し
よ
う
と
す
る
行
動
で
あ
り
、
こ
の
過
程
を
通
じ
て
、
個
々
の
ア
ク
タ
ー
が
、
集
団

へ
と
動
員
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
意
味
づ
け
作
業

に
お
い
て
、
環
境
N
G
O
を
は
じ
め
と
す
る
非
国
家
ア
ク
タ
ー
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
国
家

に
比
し
て
物
質
的
資
源

の
点
で
劣
る
非
国
家
ア
ク
タ
ー
の
影
響
力
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業

の
段
階
に
お
い
て
顕
著

で
あ
る
。

枠
付

け
の
作
業
は
、

一
方
の
側
か
ら
な
さ
れ
る
訳
で
は
な
く
、
対
抗
的
に
成
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
既
存
の
規
範

に
接
合
す
る
形
で
、

フ
レ
ー
ム
が
構
成
さ
れ
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
。
例
え
ば
、
「
環
境
」
と

「開
発
」
を

「
持
続
可
能
な
開
発
」
と
し
て
包
摂
し
た
こ
と
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際

に
は
、
フ
レ
ー
ム
の
大
き
さ
に
よ

っ
て
、
動
員
の
範
囲
も
異
な

っ
て
く
る
。
大
き
く
な

る
こ
と
に
よ

っ
て
多

く
の
ア
ク
タ
ー
を
巻
き
込
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
「持
続
可
能
な
開
発
」
を
打
ち
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
発
展
途
上
国
を
環
境
政
治

の
ア

リ
ー
ナ

へ
と
呼
び
込
ん
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

い
か
に
多
く
の
ア
ク
タ
ー
が
共
有
で
き
る

「
フ
レ
ー
ム
」
を
構
築
で
き
る

か
と
い
う

「規
範
起
業
家
」

の
戦
略
的
行
動
が
要
求
さ
れ
る
。

「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
」
は
、
状
況

の
認
識
で
あ
る
と
い
う
事
実
性
と
と
も
に
、
規
範
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
状
況
の
認
識
を
議

論
す
る
な
か
で
集
団
性
、
社
会
性
が
生
ま
れ
、
「
フ
レ
ー
ム
」
が
規
範
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
環
境
N
G
O
ら
が
、

既
存
の
社
会
や
政
治
体
制
に
異
義
申
し
立
て
と
い
う
形
で
問
題
提
起
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
環
境
問
題
に
お
い
て
大
き
な

役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
る
科
学
者
集
団
も
、
彼
ら
が
科
学
的
な
分
析
す
る
こ
と
自
体
の
社
会
性
、
規
範
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
気
候
変
動

の

デ
ー
タ
を
収
集
し
、
そ
の
変
化

に
つ
い
て
公
の
場
で
言
及
す
る
こ
と
は
、
問
題
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
は
、
当
初

の
段
階
で
は
規
範
的
主
張
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
、
や
が
て
、
多
く
の
国
家

ア
ク
タ
ー
の
賛
同
を
確

保
し
、
条
約
と
い
う
ル
ー
ル
化
を
経
て
、
法
と
し
て
の
事
実
性
と
規
範
性
を
獲
得
し
て
い
く
。

つ
ま
り
条
約
を
通
じ
た

ル
ー
ル
を
媒
介
す
る



こ
と

で
、
「
フ
レ
ー
ム
」
と
し
て
安
定
し
て
い
く
。
枠
組
み
条
約
の
段
階

で
は
、
ア
ク
タ
ー
が
明
文
化
に
よ

っ
て
、
構
成
的
ル
ー
ル
を
確
認
す

(48
)

る
と

い
う
性
格
が
強

い
。
従

っ
て
規
制
的
な
面
が
希
薄
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
実
際
の
多
国
間
条
約
交
渉
は
、
ほ
と
ん
ど
が

コ
ン
セ
ン
サ
ス

形
式

に
則

っ
て
い
る
が
、
国
家
ア
ク
タ
ー
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ル
ー
ル
化
し
た

「
フ
レ
ー
ム
」
を
承
認

す
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
規
範
形
成
を
支
え
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

第

二
節

「
フ
レ
ー
ム
」
と
し
て
の
枠
組
み
条
約

で
は
、
枠
組
み
条
約

の
成
立
以
後
の
過
程
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
枠
組
み
条
約
が
、
「問
題
と
は
何
か
」
と
い
う
構

成
的

ル
ー
ル
を
明
文
化
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、以
降

に
お
い
て
は
、制
度
に
関
わ
る
ア
ク
タ
ー
の
行
動

を
制
約
す
る
規
制
的

ル
ー

ル
と
し
て
の
側
面
が
強
く
な

っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ

れ
は
、
単
に
条
約
と
い
う
法
的
拘
束
力

(義
務
)

の
問
題
だ
け
で
な
く
、
議
定
書
な
ど
を
議
論
す
る
段
階
で
は
、
よ
り
具
体
的

(明
瞭

性
)

に
環
境
政
策
と
い
う
政
策

レ
ベ
ル
の
規
制

ル
ー
ル
ま
で
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
、
環
境
問
題
に
対
す
る
取
り
組
み

は
、
化
学
物
質

の
排
出
や
森
林
の
伐
採
な
ど
の
行
動
を
対
象
と
し
て
規
制
す
る
直
接
規
制
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
中
心

で
あ
る
。
こ
の
規
制

ル
ー

ル
は
、
特
定
の
名
宛
人
の
存
在
を
想
定
し
て
お
り
、
規
制
す
る
側
と
規
制
さ
れ
る
側
が
対
峙
す
る
関
係
が
現
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
政
策
類
型
論
を
展
開
し
た

ロ
ー
ウ
ィ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「規
制
政
策
」
は
、
「
そ
の
影
響
に
お
い
て
特
定
的
、
個
別
的
」
で
あ
る
。

「
フ
レ
ー
ム
」
は
、
政
策
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
規
制
対
象

へ
の
問
題

の
提
示
の
仕
方
と
い
う
側
面
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
実
際
、
問
題

の
提

示
の
仕
方
と
は
、
個
別
の
イ
ッ
シ
ュ
ー
や
そ
の
優
先
順
位
、
さ
ら
に
は
、
政
府
が
取
り
う
る
政
策
手
段
と
も
関
連
す
る
。
規
制
政
策
と

補
助
金
な
ど
、
多
様
な
手
法
を
組

み
合
わ
せ
る
ポ
リ
シ
ー

・
ミ
ッ
ク
ス
の
あ
り
方
で
あ
る
。
現
在
、
多
国
間
環
境
条
約
に
お
い
て
は
、
多
く

の
場
合
、
規
制
す
る
義
務
を
負
う
の
は
、
先
進
国
で
あ
り
、
国
内
的

に
は
、
そ
の
国
々
に
お
け
る
産
業
界

(企
業

)
で
あ
る
。
従

っ
て
、
環

境
条
約
交
渉
に
お
い
て
、
特
に
先
進
国
は
、
対
外
交
渉
と
国
内
に
お
け
る

「
勝
利
連
合
」

の
形
成
が
必
要
に
な

っ
て
く
る
。
京
都
議
定
書
交

渉
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
は
排
出
権
取
引
、
E
U
は
共
同
実
施
を
盛
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
そ
れ
は
、

結
果
と
し
て
「
フ
レ
ー
ム
」



の
調
整
を
行

っ
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
フ
レ
ー
ム
」
が
調
整
さ
れ
る
中
で
、
個
別
の
ア
ク
タ
ー
、
特

に
規
制
対
象
と
な

る
ア
ク
タ
ー
の
意
思
決
定
を
左
右
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
示
唆
的
な
の
が
、
意
思
決
定
論

の
分
野
で
指
摘
さ
れ
る

「
フ
レ
ー
ミ
ン

グ
効
果
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
合
理
的
選
択
に
基
づ
く
意
思
決
定
と
い
う
既
存
の
理
論
が
、
選
択
肢
間
の
選
好
は
、
そ

の
記
述
の
仕
方
と
無

関
係
で
あ
る
前
提
を
と
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
問
題
の
記
述

の
仕
方
に
よ

っ
て
は
、
選
択
が
変
化
す
る
こ
と
を
指
摘

し
た
も
の
で
あ
る
。

意
思
決
定
に
お
け
る
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
効
果
は
、
非
常
に
強
固
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾
に
事
後
的
に
気
づ
く
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
途
中

の
過
程

に
お
い
て
は
、
矛
盾
し
た
判
断
を
し
て
し
ま
う
、
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
個
人
の
意
思
決
定
の
問
題
の
レ
ベ
ル
で
あ

っ
て
、
本

稿
に
お

い
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
、
環
境
問
題
の
制
度
形
成
に
関
わ
る
国
家
ア
ク
タ
ー
や
、
環
境
N
G
O
、
企
業

と
い
っ
た
ア
ク
タ
ー

を
対
象

と
す
る
場
合
、
や
や
位
相
が
異
な
る
。

つ
ま
り
、
実
験
者
が
被
験
者
に
示
す
よ
う
な
形
で
問
題
が
提
示
さ
れ
る
訳

で
は
な

い
。
先
に

も
指
摘

し
た
よ
う
に
、
「
フ
レ
ー
ム
」
は
集
団
で
共
有
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
性
格
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

で
は
、
こ
の
共
有
さ
れ
た
問
題
関
心
と
も
言
う
べ
き

「
フ
レ
ー
ム
」

の
強
固
さ
は
何

に
依
存
す
る
の
か
と
い
う
と
、
規
制
主
体

(国
家
)

間
の
規
範
浸
透

の
程
度
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
フ
レ
ー
ム
」
が
条
約
と
い
う
形
で
明
示
化
さ
れ
、
そ
の
規
範
性
が
高
ま
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
「
フ

レ
ー
ム
」
が
安
定
的
に
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
フ
レ
ー
ム
」
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
調
整
か
転
換
か
と
い
う
方
向
性
が
決
ま

っ

て
く
る

で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
直
接
的
に
は
、
国
家
が
条
約
を
批
准
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
法
と
し
て
の
規
範
が
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
、
枠

組
み
条
約
は
、
発
効
に
必
要
な
批
准

の
数
は
比
較
的
少
な
く
な

っ
て
お
り
、
国
家
間

レ
ベ
ル
で
は
、
規
範
を
明
示
的
な
も
の
と
し
て
早
期
に

確
立
す

る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の

「
フ
レ
ー
ム
」
が
枠
組
み
条
約

の
批
准
を
通
じ
て
規
範

と
し
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
交
渉
を
困
難
に
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と

は
先

に
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
、
京
都
議
定
書
を
例
に
と

っ
て
、
規
制
措
置
を
め
ぐ
る
交
渉
に
つ
い
て

「
フ
レ
ー
ム
」

の
強
固
さ
を
考
え
て

み
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
が
交
渉

で
合
意
し
な
が
ら
も
、
批
准
を
拒
否
し
、
「脱
退
」
を
表
明
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
議
定
書
交
渉
、

条
約
の
締
約
国
会
議
に
お
い
て
、
も

っ
と
も
ア
メ
リ
カ
が
固
執
し
た
の
が
、
途
上
国
も
参
加
し
た
排
出
規
制
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ア

メ
リ
カ
の
国
内

で
は
、

一
九
九
七
年

に
、
上
院
が

「
バ
ー
ド

・
へ
ー
ゲ
ル
決
議
」
を
採
択
し
、
途
上
国
を
参
加
さ
せ
る
仕
組
み
を
担
保
し
な



い
限
り
、
ア
メ
リ
カ
の
参
加

に
反
対
す
る
意
思
を
示
し
た
。
し
か
し
、
気
候
変
動
問
題
は
第

一
義
的

に
先
進
国
の
問
題
で
あ
る
と
い
う

「
プ

レ
ー
ム
」
が
、
す
で
に
気
候
変
動
枠
組
み
条
約
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
先
進
国

に
は
具
体
的
な
数
値
で
は
な
い
も
の
の

排
出

量
を
削
減
す
る
こ
と
を
合
意
し
た
が
、
途
上
国
に

つ
い
て
は
課
さ
れ
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
規
範
に
支
え

ら
れ
た

「
フ
レ
ー
ム
」
の
頑
健
性
が
調
整
す
る
形
の
議
論
の
展
開
を
阻
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
、
特

に
産
業
界
の
行
動
は
利
己
的
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
多

い
が
、
二
酸
化
炭
素
総
排
出
量
と

い
う
点

か
ら
す
れ
ば
、
ア
メ
リ

カ
の
主
張
に
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
総
排
出
量
か
ら
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
が
第

一
位

(約
二
四

・
四
%
)
で
あ
る
が
、
第
二
位
に
は

中
国

(約

一
二
・
一
%
)、
第
五
位
に
イ
ン
ド

(約
四

・
七
%
)
と
続
く
。
国
民

一
人
あ
た
り
で
は
、
こ
の
順
位
は
大
き
く
変
わ
る
が
、
ア
メ

リ
カ
の
産
業
界
に
お
い
て
、
温
暖
化
ガ

ス
の
排
出
規
制

の
影
響
を
受
け
な

い
中
国
や
イ
ン
ド
ら
に
対
す
る
不
公
平
感
が
あ

っ
た
こ
と
も
否
定

で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
産
業
界

の
反
対
派
は
、
そ
の
よ
う
な

「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
」
を
行

い
、
国
内
的

に
は
あ
る
程
度
成
功
し
た

と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
国
際

レ
ベ
ル
で
の

「
フ
レ
ー
ム
」
を
変
え
る
も
の
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。
枠
組
み
条
約
と
い
う
法
化
さ
れ

た
規
範
に
支
え
ら
れ
た

「
フ
レ
ー
ム
」
を
転
換
す
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、
国
家
間
の
集
合
行
為
問
題
が
発
生
し
て
議
定
書

の
発
効
が
見
送

ら
れ

る
事
態
に
ま
で
は
至

っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
形
で
、
批
准
が
進
む
こ
と
で
各
国
の
政
策

へ
浸
透
し
、
規
範
は
よ
り
具
体
性
を
持

っ
た
も
の
と
し
て
強
化
さ
れ
て
い
く
と
考

え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

今
や
、
環
境
問
題
は
、
国
際
政
治
に
お
け
る
課
題
の
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
下
位

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
。

国
際
社
会
は
、
十
分
で
は
な

い
に
せ
よ
地
球
規
模
の
環
境
問
題
に
対
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
の
取
り
組
み
に
は
、
様
々
な

レ
ベ
ル
で
色
々

な
方
向
性
が
あ
る
が
、
環
境
問
題

に
関
し
て
、
個
別
の
問
題
に
対
し
て
条
約
と
い
う
形
で
対
応
し
、
そ
の
中

で
、
枠

組
み
条
約
と
い
う
、

い

わ
ば
暫
定
的
合
意
を
挺
子
に
し
な
が
ら
、
国
際
的
な
取
り
組
み
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。



本
稿

で
は
、
制
度
と
い
う
政
治
形
態
を
挺
子
と
し
、
地
球
環
境
政
治
が
把
握

で
き
な

い
か
と
い
う
関
心
か
ら
出
発
し
、
環
境
分
野
で
特
徴

的
で
あ
る
、
枠
組
み
条
約
を
経
た
制
度
化
を
、
「
規
範
の
浸
透
」
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
に
依
拠
し
な
が
ら
読
み
解

い
て
き
た
。

そ
し
て
、
制
度
化
過
程
の
全
体
を
把
握
す
る
意
味
で
、
ま
ず
既
存

の
国
際
政
治
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
検
討
し
、
リ
ア
リ
ズ
ム
や
り
ベ
ラ
リ
ズ

ム
に
比

し
て
、
「規
範
の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
の
方
が
枠
組
み
条
約
を
介
し
た
制
度
化

の
進
展
を
説
明
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。

次
い
で
、
「規
範

の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
が
十
分

に
展
開
さ
れ
て
い
な

い
政
治
過
程
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
特

に

「
フ
レ
ー
ム
」
と

「規
範
」

と
い
う
関
係
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
政
治
過
程

の
関
連
を
考
察
し
、
枠
組
み
条
約
を
介
し
た
制
度
化
に

つ
い
て
の
説
明
を
試

み
た
。

勿
論
、
本
稿
で
は
、
環
境
と
い
う
分
野

に
お
い
て
現
出
し
て
い
る
形
態
か
ら
政
治

ヘ
ア
プ

ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
国

際
政
治

に
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
主
張
す
る

「
パ
ワ
ー
を
め
ぐ
る
闘
争
」
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
。

ま
た
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「規
範

の
浸
透
」
ア
プ

ロ
ー
チ
が
、
十
年
、
二
十
年
で
あ
る
と
か
比
較
的
長
い
全
体

の

過
程
を
記
述
す
る
マ
ク
ロ
な
視
座

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
稿
で
考
察
し
た
の
は
、
各
過
程
と
の
連
関
、

つ
ま
り
マ
ク

ロ
か
ら
メ
ゾ

の
レ
ベ
ル

の
説
明

に
あ
た
る
も

の
で
あ

っ
た
。
本
稿
全
体
は
、

い
わ
ば
予
備
的
考
察
で
あ

っ
て
、
理
論
化
の
方
向

に
お
い
て
と
い
う
よ
り
も
、
経
験
的

研
究

へ
の
足
掛
か
り
と
し
て
意
味
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
や
交
渉
の
過
程
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
社
会
運
動
論
や

多
国
間
交
渉
理
論
と
い
っ
た
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
地
球
環
境
政
治
の
経
験
的
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
環
境
政
治

へ
の
視
野

を
広
げ

る
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

環
境
問
題
と

い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
例
え
ば
地
球
温
暖
化
は
百
年
後
に
ど
う
で
あ
る
か
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
、
国
際
社
会
の
取
り

組

み
は
、

い
わ
ば
手
探
り
で
取
り
組
ん
で
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
政
治
過
程
を
と
ら
え
よ
う
と
す

る
政
治
学
は
、
比
較

的
短
い
個
別
の
条
約
交
渉
の
過
程

に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
次
々
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
個

々
の
合
意
だ
け
で
な

く
、
全
体
と
個
別
の
過
程
と
い
う
関
係
性

に
つ
い
て
留
意
し
な
が
ら
、
環
境
政
治
の
展
開
を
見

つ
め
て
い
く
こ
と
も
ま
た
必
要
と
さ
れ
て
い

る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
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地
球
環
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政
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史
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。
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こ
の
点

で
は
、
ア
メ
リ
カ
国
際
政
治
学
、
特
に
パ
ワ
ー
を
重
視
す

る
リ
ア

リ
ス
ト
の
立
場
と
相
違
す
る
。
近
年

の
両
分

野
の
相
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関
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示
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よ
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な
研
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の
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e
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.
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も

っ
と
も
、
交
流

で
は
な
く
分
立
し

て
い
る
と
い
う
言

い
方
が
適
切
で
あ

る
と

い
う

評
価
も
あ
る
。
斎
藤
民
徒

「国
際
法
と
国
際
規
範
」
『
社
会
科
学
研
究
』
第

五
四
巻
第
五
号

(
二
〇
〇

三
年
三
月
)、

五
五
頁
。
た
だ
、
相
互
関
心
が
、
か

つ

て
に
比

べ
て
高

ま
り

つ
つ
あ
る
こ
と
は
否
定

し
え
な

い
だ

ろ
う
。

(6
)

位
田
隆

一

「
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
と
は
何
か
1
国
際
法
上
の
分
析
概
念
と
し
て
の
有
用
性
批
判

(
一
)

(
二
)
」
『
法
学
叢
集
』
第
一
一

七
巻
第
五
号

(
一
九
八

五
年

八
月
)

一
-
二
六
頁
、
同
巻
第
六
号

二

九
八
五
年
九
月
)
、
一
-
二

一
頁
。
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
に

つ
い
て
の
研
究
も
近
年
蓄
積

さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
、

比
較
的
最
近

の
研
究
と
し
て
、
U
l
r
i
k
a
 
M
o
r
t
h
.
e
d
.
 
S
o
f
t
 
L
a
w
 
i
n
 
G
o
v
e
r
n
a
n
c
e
 
a
n
d
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
.
 
(
C
h
e
l
t
e
n
h
a
m
,
 
U
.
K
.
:
 
E
.
 
E
l
g
a
r
 
P
u
b
,
 
2
0
0
4
)

を
挙
げ
て
お
く
。

(7
)

グ

ロ
ー
バ
ル
・ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
の
研
究
は
枚
挙

に
暇
が
な
い
が
、
代
表
的
な
も

の
と
し
て
、
J
a
m
e
s
,
 
A
.
 
R
o
s
e
n
a
u
 
a
n
d
 
E
r
n
s
t
 
O
t
t
o
-
C
z
e
m
p
i
e
l
.

G
o
v
e
r
n
a
n
c
e
 
w
i
t
h
o
u
t
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
.
 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 
U
.
K
.
:
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
 
1
9
9
2
)
 
.

.
グ

ロ
ー
バ
ル

・
ガ
バ
ナ

ン
ス
論

は
、
政
府
間

関
係
だ
け
に
着
目
す
る
も
の
で
は
な

い
。
国
際
関
係
論

で
支
配
的

で
あ

っ
た

レ
ジ

ー
ム
論

が
、
国
家

ア
ク
タ
ー
間

の
フ
ォ
ー

マ
ル
な
制
度
の
み
を
中
心
と
す

る
い
わ
ば
狭
義

の
政
治
セ
ク
タ
ー

の
問
題

に
還
元
し
て
い
た

の
に
対

し
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
は
、
そ
れ
に
加
え
て
経
済
、
社
会

セ
ク
タ
ー
と
そ
こ
で
活
動
す

る
ア
ク
タ
ー
の
間

で
展
開

さ
れ
る
政
治
を

と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と

い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
セ
ク
タ
ー
、
ア
ク
タ
ー
の
相
互
関
係

の

把
握
は
、
薮
野
祐
三

『先
進
社
会

の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
Ⅱ
』

(法
律
文
化
社
、

二
〇
〇

一
年
)
、

一
二

一
-
一三
二
頁
を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
政
治

・
経
済

・
社
会



の
三
層
が
同
時
並
行
的
に
展
開
す
る
空
間
を
グ

ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
呼
ん
で
い
る
。
レ
ジ
ー
ム
論
に

つ
い
て
は
、

企
業

セ
ク
タ
ー
が
中
心
と
な

っ
た
I
S
O
4
0
0
0
な
ど
は
条
約

に
よ
ら
な

い
国
際

的
な
環
境

へ
の
取
り
組
み
の

一
例
で
あ
る
。

を
参

照

。

(10
)

山
本
草
二

「
国
際
環
境
協
力

の
法
的
枠
組
み

の
性
質
」
『
ジ

ュ
リ
ス
ト
』
第

一
〇

一
五
号

(
一
九
九
三
年
)
、

一
四
五
頁
。
も

っ
と
も
枠
組

み
条
約
を
も

っ

と
狭
く
解
釈
し
、
別

の
類
型
を
設
け
る
も
の
も
あ
る
。
村
瀬
信
也

「国
際
環
境
法
-
国
際
経
済
法

か
ら

の
視
点
」
『
ジ

ュ
リ
ス
ト
』
第

一
〇
〇
〇
号

(
一
九
九

二
年
五
月
)、
三
六

一
-
三
六
三
頁
を
参
照
。

(Ⅱ
)

亀
山
、
前
掲
書
、

一
二
〇
頁
。

細
田
衛
士

監
訳

『
入
門
地
球
環
境
政
治
』

(有
斐
閣
、

一
九
九
八
年
)
、

二
〇
頁
。

(13
)

山

本

、
前

掲

書

、
四

五

頁

。

ま
た
、
こ
れ
ら
よ
り
も
以
前

に
成
立
し
た

ロ
ン
ド

ン
海
洋
投
棄
条
約
に

つ
い
て
も
、
枠
組
み
条

約

と
し
て
記
述
す
る
も
の
も
あ

る
。

(14
)

リ

ス
ク
論

に

お

い
て

は
、

「危

険

」
と

「リ

ス
ク
」

に

つ

い
て

の
区

分
が

重

要

と

さ

れ

て

い
る

。
本

節

で

の

「危

険

」
と

い
う

語

は

、

リ

ス

ク
論

に
お

け

る

「
リ

ス
ク
」
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
リ
ス
ク
論

の
研
究

は
多
数

に
上
る
が
、
こ
こ
で
は
、
概
説
書

と
し

て
、

を
挙
げ

て
お
く
。
技
術
的
な
観
点

が
強

い
が
、

日
本

に
お
け
る
環
境
リ

ス
ク
論

の
嗜
矢

と
言
え

る
の
は
、
中
西
準
子
『環

境
リ

ス
ク
論
-
技
術
論
か
ら
見
た
政
策
提
言
』

(岩
波
書
店
、

一
九
九

五
年
)
。

(15
)

予

防

原
則

に

つ

い
て

は
、

　日高
村

ゆ
か
り

「国
際
環
境
法

と
予
防
原
則
」

『思
想
』
第
九
六
三
号

(
二
〇
〇
四
年

七
月
)
、
六
〇
-
八

一
頁
、
を
参
照
。

(16
)

亀
山
、
前
掲
書
、

一
二

一
頁
。

(17
)

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
山
本
、
前
掲
書
、
亀
山
、
前
掲
書
な
ど
を
参
照

し
た
。

(18
)

「
覇

権

安
定

論

」

に

つ

い
て

は
、

]

Stephen 
D

. K
rasner, 

ed. 
Interna-

tional 
R

egim
es. 

(Ithaca,N
.Y

.: 
C

ornell U
niversity 

Press,  1983)  .

Jennifer 
C

lapp. 
"T

he 
Privatization 

of global 
environm

ental 
governance: 

ISO
14000 

and 
the

developing 
w

orld." 
G

lobal 
G

overnance, 
V

ol.4 N
o.3 

(1998) : 295-316.

K
enneth 

W
. 

A
bbott 

and 
D

uncan 
Snidal. 

"H
ard 

and 
Soft 

L
aw

 
in International 

G
overnance." 

International 
O

rganization, 
V

ol.

54 N
o.3 

(2000), pp.450-454.

L
aw

rence 
E

. Susskind 
E

nvironm
ental 

D
iplom

acy: N
egotiating 

M
ore E

ffective G
lobal A

greem
ents. 

(O
xford: 

O
xford 

U
niversity

Press, 
1994), p.30.

G
areth 

Poter 
and Janet 

W
. B

row
n. 

G
lobal E

nvironm
ental 

Politics, 
2nd ed. (B

oulder, 
C

o.: W
estview

 
Press, 

1996).

Susskind, 
op.cit., 

p.34.

(Porter 
and B

raw
n, 

ibid.)

D
ebora, 

L
upton. 

R
isk. (L

ondon and

N
ew

 Y
ork: 

L
outledge, 

1999)

T
im

othy 
O

'R
iordan 

and 
Jam

es 
C

am
eron,eds. 

Interpretating 
the 

Precautionary 
Principle. 

(L
ondon:

E
arthscan, 

1994)

R
obert 

G
ilpin. 

W
ar 

and 
C

hange 
in 

W
orld 

Politics. 
(C

am
bridge, 

U
.K

.: C
am

bridge 
U

niversity



(
19
)

典
型
的
な
も
の
は
、
国
際
政
治
を
国
家

ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
構
成
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
把
握
し
た
M
・カ
プ
ラ
ン
の
国
際

シ
ス
テ
ム
論
で
あ
る
。

(
20
)

バ
ー
ゼ

ル
条
約
に
関

し
て
言
う
な
ら
ば
、
非

O
E
C
D
諸
国

へ
の
有
害
廃
棄
物

の
輸
出
禁
止
と

い
う
合
意

に
反
対

し
て
ア
メ
リ
カ
だ
け
が
O
E
C
D
諸

国
の
中

で
唯

一
、
バ
ー
ゼ

ル
条
約

そ
の
も

の
を
批
准
し

て
い
な
い
。

(
21
)

取
引

コ
ス
ト
な
ど
の
概
念

は
、
経
済
学
的
制
度
論

に
お
い
て
想
定
さ
れ

て
い
る
制
度

の
機
能
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、

参
照
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
国
際
政
治
学
に
導

入
し
、
制
度
を
論

じ
た
も

の
は
、

(
22
)

集
合

行

為

論

に

つ

い
て
は

、

(
23
)

繰

り
返

し

状
態

の

「囚

人

の

レ
ジ

ン

マ
」
に
お

い
て
、
「
し

っ
ぺ
返

し

」
が
優
位
な
戦
略
と
さ
れ
る
.

を
参

照
。

(
25
)

米
本
昌
平

『
地
球
環
境
問
題
と
は
何

か
』

(岩
波
書
店
、

一
九
九

四
年
)
、
竹
内
敬
二

『地
球
温
暖
化
の
政
治
学
』

(朝

日
選
書
、

一
九
九
八
年
)
な
ど
を

参
照
。

(
28
)

「学

習

」

に

つ
い

て

は
、

(30
)

こ
の
点

に
つ
い
て
、
藤
垣
は
、
「
科
学
者
-
裁
判
官
」
モ
デ

ル
と
呼
ん
で
い
る
。
藤
垣
裕
子

『専
門
知

と
公
共
性
』

(東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

三
年
)
、

一
七
三
-
一
七
五
頁
。

Press,  
1981)  .

M
orton

K
aplan. 

System
 and 

Process 
in 

International 
Politics. 

(N
ew

 
Y

ork: 
John 

W
iley 

and Sons, 
1957) .

D
ouglass 

N
orth.

Institutions, 
Institutional 

C
hange 

and 
E

conom
ic 

Perform
ance. 

(C
am

bridge, 
N

ew
 

Y
ork: 

C
am

bridge 
U

niversity 
Press, 

1990)

R
obert 

O
. K

eohane. 
A

fter H
egem

ony. (Princeton, 
N

.J.: Princeton

U
niversity 

Press, 
1984) .

M
ancur 

O
lson. 

T
he L

ogic of C
ollective A

ction: 
Public 

G
oods and 

the T
heory of G

roups. (C
am

bridge,

M
.A

.: C
am

bridge 
U

niversity 
Press, 

1965) .

R
obert 

A
xerlod. 

T
he 

E
volution

of 
C

ooperation. (N
ew

 
Y

ork: 
B

asic 
B

ooks, 
1984)

Peter 
M

. 
H

aas. 
"Introduction: 

epistem
ic 

com
m

unities 
and 

international 
policy 

coordination." 
International 

O
rganization,

V
ol.46 

N
o.1 

(1992), p.3.

K
enneth 

N
. W

altz. 
T

heory 
of International 

Politics. 
(B

oston: 
A

ddison-W
esley, 

1979) . 

H
aas, 

op.cit.

Joseph 
S. N

ye, 
Jr. "N

uclear 
L

earning 
and U

.S.-Soviet 
Security 

R
egim

es." 
International 

O
rganization,

V
ol.41 N

o.4 
(1987): 371-402.

L
upton, 

op. 
cit., 

p.17.

M
, 

Peterson. 
"W

halers 
, C

etologists, 
E

nvironm
entalists, 

and 
the 

International 
M

anagem
ent 

of 
W

haling." 
International



(33

)

コ
ン

ス
ト

ラ

ク

テ

ィ
ビ

ズ

ム

の
代

表

的

な
研

究

と

し

て

は
、

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
研
究

の
見
取
り
図
は
、

を
参

照

。

コ

ン

ス
ト

ラ
ク

テ

ィ

ビ
ズ

ム
の
事
例
研
究

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と

い
う
観
点
に
着
目

し
た

レ
ビ

ュ
ー
と
し
て
は
、
拙
稿
「
研
究
諸
事
例

に
お
け
る

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ビ
ズ

ム
」
『
九

大
法
学
』
第
八
六
号

(
二
〇
〇
三
年
九
月
)、
三

四

一
-
三
六
四
頁
を
参
照
。

(34
)

マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
は
、
制
度
と
ア
ク
タ
ー
と

の
関
係
を

「結
果

の
論
理
」

「適
切
性
の
論
理
」
と
い
う
観
点

か
ら
、
経
済
学

に
お
け
る
制
度
論
を
前
者
、

ア
ク
タ
ー

に
意
味
を
与
え
る
制
度
と
し
て
後
者
を
区
分
し
た
。

遠

田
雄
志

『
や
わ
ら
か
な
制
度
』

(日
刊
工
業
新
聞
、

一
九
九

四
年
)
。
制
度
と
「適
切
性

の
理
論
」
に
関
説
し
た
箇
所

に
は
、
「政
治
制
度
は
、
相
互

に
関
連

す
る
ル
ー

ル
や
ル
ー
テ

ィ
ン
が
集
合
し
た
も
の
だ
。
こ
の
ル
ー

ル
な
ど

の
集
合
体
が
、
役
割

と
状
況
と
の
関
係
を
基
準
に
し

て
、
妥
当
性
あ
る
行
動

の
範
囲
を
定

め
て
い
る
。」

(前
掲
書
、

二
一二
五
頁
)
と
あ
る
。

(36
)

後

述

、
注

(43
)
該
当

部

分

を

参

照

。

(38
)

こ
の
点

で
は
、
リ
ア
リ
ズ

ム
と
り
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
は
相
似
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
を
国
家
ア
ク
タ
ー
の
合
理
的
行
動
を
想
定
す

る
こ
と
か
ら
、
ラ
シ

ョ

ナ
リ
ズ

ム

(合
理
主
義
)

と
し
て

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ズ
ム
と
区
別
す
る
立
場
も
あ

る
。

(
41
)

そ
の
意
味

で
は
、
我

々
は
常
に
リ
ス
ク
と
対
峙
す
る

「
リ

ス
ク
社
会
」
の
出
現
を
見

る
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。

O
rganization, 

V
ol.46 N

o.1  (1992)  : 147-186.

K
aren, 

L
ifin. 

O
zone discourse: 

science and 
politics 

in 
global 

environm
ent 

cooperation. 
(N

ew
 

Y
ork: 

C
olum

bia 
U

niversity

Press, 
1994).

A
lexander 

W
endt. 

Social 
T

heories 
of International 

Politics. 
(C

am
bridge:

C
am

bridge 
U

niversity 
Press, 

1999); Friedlich, 
V

. K
ratochw

il. 
R

ules, 
N

orm
s 

and 
D

ecisions. (C
am

bridge: 
C

am
bridge 

U
niversity 

Press, 
1989) .

John 
G

, R
uggie. 

"W
hat 

M
akes 

the 
W

orld 
H

ang 
T

ogether? 
N

eo-U
tilitarianism

and 
the Social 

C
onstructivist 

C
hange." 

International 
O

rganization, 
V

ol.52 N
o.4 

(1998), pp.855-885.

Jam
es G

. M
arch 

and Johan O
lsen. "T

he International 
D

ynam
ics 

of Interna-
tional 

Political 
O

rder." 
International 

O
rganization, 

V
ol.52 

N
o.4 

(1998): 
943-69.; 

Jam
es 

G
. 

M
arch 

and 
Johan 

P. 
O

lsen.

R
ediscovering 

Institutions. 
(L

ondon 
: C

ollier 
M

acm
illan 

Publishers, 
1989).

M
artha 

Finnem
ore 

and 
K

athryn 
Sikkink. 

"International 
N

orm
s 

D
ynam

ics 
and 

Political 
C

hange." 
International 

O
rganiza-

tion, 
V

ol.52 N
o.4 

(1998): 887-917.

Finnem
ore 

and 
Sikkink, 

op. 
cit., 

p.905.

R
obert 

A
xrelrod. 

"A
n 

E
volutionary 

A
pproach 

to N
orm

s." 
A

m
erican 

Political 
Science R

eview
, V

ol.80 N
o.2 

(1986); 255-273. 

Stephen 
D

. K
rasner, 

ed. International 
R

egim
es. 

(Ithaca, 
N

.Y
.: C

ornell 
U

niversity 
Press, 

1983) , p.2.U
rlich 

B
eck. 

R
iskogesells-



佐
藤
仁

「
「
問
題
」
を
切
り
取

る
視
点
-
環
境
問
題
と
フ
レ
ー
ミ

ン
グ

の
政
治
学
」
、
石
弘
之
編

『環
境

学

の
技
法
』

(東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

二
年
)、

四

一
-
七
五
頁
。

(
43
)

最
近
ま
で
の
社
会
運
動
論

の
理
論
的
潮
流
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
、
曽
良
中
清
司

・
長
谷
川
公

一
・
町
村
敬
志

・樋

口
直
人
編

『社
会
運
動
と
い
う

公
共
空
間
』

(成
文
堂
、

二
〇
〇
四
年
)
。

こ
の
議
論
の
下

と

を
参
照
。

こ
こ
で
は
、

フ
レ
ー
ミ
ン
グ
を

「
診
断
的
」
と

「事
後
的
」
な
も
の
を
区
分
し
て
い
る
が
、
そ
の
合
意
か
ら
す

る
と
、
事
実
性
と
規
範
性

と
言

い
換
え
た
方
が
妥
当

で
あ

ろ
う
。

(47
)

こ
の
点

で
は
、
E
・
ハ
ー
ス
が

「認
識
共
同
体
」
が
科
学
的
な
因
果
関
係

の
認
識

に

つ
い
て
共
有
し

て
い
る
点
だ
け
で
な
く
規
範

に
つ
い
て
も
言
及
し
て

い
る
の
は
示
唆
的

で
あ
る
。

(48
)

「
構
成
的

ル
ー
ル
」
と
は

「
X
と

い
う
文
脈

に
お
い
て
Y
」
と

い
う
性
格
を
持

つ
も

の
で
あ
る
。
制
度

の
外

に
い
る
ア
ク
タ
ー
に
と

っ
て
は
、
こ
れ
が
事

実
性
を
有
す
る
訳

で
な

い
。

(50
)

規
制
政
策

に
つ
い
て
の
研
究

に
は
、
枚
挙

に
暇
が
な

い
が
、
環
境
経
済
学
の
観
点

か
ら
は
、
植

田
和
弘

『環
境
経
済
学
』

(岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
)

第
六
章
、
第
七
章
を
参
照
。
植
田
和
弘

・
岡
敏
弘

・
新
澤
秀
則
編

『環
境
政
策
の
経
済
学
』
日
本
評
論
社
、

一
九
九
七
年
)
第
七
章
以
下
、
を
参
照
。

ま
た

ロ
ー
ウ
ィ
の
政
策
類
型

に

つ
い
て
の
考
察
は
、
大
河
原
伸
夫

『政
策

・
決
定

・
行
動
』

(木
鐸
社
、

一
九
九
六
年
)、
第

二
章
を
参
照
。

(52
)

国
内
政
治
と
国
際
政
治

の
二
つ
の
関
連

に
着
目
す
る
い
わ
ゆ
る
「
二
レ
ベ
ル
・ゲ

ー
ム
」
で
あ
る
。

 chaft: 
A

uf 
dem

 
W

eg in 
eine 

andere 
M

oderne 
(Frankfurt 

am
 M

ain: 
Suhrkam

p, 
1986) .

Finnem
ore 

and 
Sikkink, 

op.cit, 
p.257.

D
avid 

A
. 

Snow
, 

B
urke 

E
 

R
cochford 

Jr., 
Steven 

K
. 

W
orden 

and 
R

obert 
D

. 
B

enford. 
"Fram

e 
A

lignm
ent 

Processes,

M
icrom

obilization, 
and M

ovem
ent 

Participation." 
A

m
erican 

Sociological 
R

eview
, V

ol.51 N
o. 4 

(1986), p.464.

E
rving, G

offm
an. 

Fram
e 

A
nalysis: 

A
n E

ssay on the O
rganization 

of E
xperience.

(N
ew

 
Y

ork: 
H

arper 
and 

R
ow

, 
1974)

K
hagram

,et.al.eds. 
R

estructuring 
W

orld Politics. 
(M

inneapolis: 
U

niversity 
of M

innesota 
Press, 

2002), p.11. 

D
avid Snow

 
and R

 B
enford. 

"Ideology, 
Fram

e 
R

esonance 
and Participant 

M
obilization." 

International 
Social 

M
ovem

ent

R
esearch, 

V
old 

(1988), pp.199-202.

John 
Searle. 

T
he 

C
onstruction 

of 
Social R

eality. 
(N

ew
 

Y
ork: 

Free 
Press, 

1995) .

Searle, 
op.cit., 

pp.27-29.

T
heodore 

L
ow

i. "A
m

erican 
B

usiness, 
Public 

Policy, 
C

ase Studies 
and Political 

T
heory." 

W
orld Politics, V

ol.6 N
o.4 

(1964),

p.689.
"Four 

System
s 

of Policy
, Politics 

and C
hoice." 

Public 
A

dm
inistration 

R
eview

, 
V

ol.32 N
o.4 

(1972), pp.298-310.

R
obert 

D
. Putnam

. 
"D

iplom
acy 

and 
D

om
estic

Politics: 
T

he 
L

ogic 
of T

w
o-L

evel 
G

am
es." 

International 
O

rganization, 
V

ol.42 N
o.3 

(1988): 427-60.



〈図3プ ロスペク ト理論によるフレーミングの効果 〉
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